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一、

法
華
経
の
題
目
を
唱
え
、
他
に
も
唱
え
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
は
、
日
蓮
聖
人
の
生
涯
を
通
じ
て
の
願
目
で
あ
っ
た
。
聖
人
が
理
想
と
し

た
生
仏
一
如
、
裟
婆
即
寂
光
の
世
界
に
到
達
す
る
為
に
は
、
先
ず
「
唱
題
」
か
ら
入
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
説
い
た
こ
と
は
、
紛
れ
も

( 1 ) 

な
い
事
実
で
あ
っ
た
。
こ
の
場
合
の
唱
題
と
は
、
文
字
通
り
に
法
華
経
の
題
目
を
一
心
に
唱
え
る
こ
と
で
あ
る
。
口
に
唱
え
る
の
み
で
な

く
、
意
に
唱
え
身
に
唱
え
る
こ
と
に
よ
り
、
理
想
の
実
現
が
あ
る
と
し
た
の
で
あ
る
。
故
に
宗
門
で
も
「
お
題
目
総
弘
通
」
が
叫
ば
れ
、

「
唱
題
」
に
関
す
る
諸
行
事
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

古
来
、
唱
題
に
つ
い
て
は
先
師
に
よ
り
、
そ
の
意
義
や
功
徳
に
つ
い
て
、
法
華
経
や
遺
文
の
上
か
ら
、
幾
多
論
究
さ
れ
て
き
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
が
、
専
ら
関
目
・
本
尊
の
両
抄
を
中
心
と
し
た
唱
題
に
よ
る
成
仏
論
に
集
中
し
、
結
論
的
な
究
明
に
傾
く
も
の
が
圧
倒
的
で

あ
っ
た
と
い
え
る
。
勿
論
、
唱
題
成
仏
論
は
教
学
の
帰
結
で
あ
り
、
最
も
重
要
な
問
題
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
論
究
が
集
中
す
る
の
は
当

然
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
だ
が
、
問
題
は
唱
題
に
よ
る
成
仏
の
論
に
の
み
意
を
注
ぎ
、
そ
こ
に
至
る
ま
で
の
段
階
的
究
明
が
、
と
も
す
る

と
忘
れ
ら
れ
が
ち
な
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
え
る
。
即
ち
、

「
題
目
を
唱
え
る
こ
と
が
現
代
に
お
い
て
な
ぜ
必
要
な
の
か
」
と
い
う
聞
に
対

し

「
そ
れ
は
唱
題
に
よ
っ
て
成
仏
で
き
る
か
ら
で
あ
る
」
と
直
に
結
論
を
持
ち
出
し
、

「
だ
か
ら
お
題
目
総
弘
通
」
で
あ
り
、

「
唱
題
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行
」
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
だ
と
短
兵
急
に
考
え
て
、
す
べ
て
こ
と
足
れ
り
と
す
る
点
に
あ
る
と
い
え
る
。

日
蓮
聖
人
が
、

「
唱
題
に
よ
る
成
仏
」
と
い
う
結
論
に
た
ど
り
着
く
ま
で
に
は
、
相
当
の
究
明
と
準
備
を
必
要
と
し
た
わ
け
で
あ
る
。

六
十
一
年
の
生
涯
に
お
い
て
、
そ
の
半
数
の
三
十
二
歳
ま
で
は
、
仏
教
の
み
で
は
な
く
広
く
儒
・
外
に
ま
で
及
ぶ
究
明
と
準
備
の
時
代
を

す
ご
し
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
更
に
そ
れ
は
後
半
の
人
生
、
即
ち
鎌
倉
・
佐
渡
・
身
延
の
時
代
に
ま
で
引
き
継
が
れ
て
行
っ
た
こ
と
を
考

え
る
と
、
容
易
な
ら
ざ
る
も
の
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

「
唱
題
成
仏
」
と
い
う
結
論
を
振
り
か
ざ
す
こ
と
は
簡
単
で
あ
る
が
、
端
に
結
論
の
み
を
持
っ
て
運
動
を
進
め
る
ば
か
り
で
は
な
く
、

「
唱
題
に
よ
る
成
仏
」
に
至
る
ま
で
の
、
聖
人
の
究
明
の
跡
を
素
直
に
た
ど
っ
て
み
る
必
要
が
、
特
に
現
代
に
と
っ
て
は
不
可
欠
の
要
諦

で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
即
ち
、

「
な
ぜ
唱
題
な
の
か
」
と
い
う
原
点
に
立
ち
帰
っ
て
、

「
唱
題
」
の
本
来
の
意
義
を
、
出
発
点
か
ら
考
察

( 2 ) 

す
る
こ
と
が
基
本
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
え
る
。

要
す
る
に
関
目
・
本
尊
の
両
抄
に
よ
り
、
聖
人
の
題
目
観
は
完
成
す
る
と
考
え
、
そ
の
完
成
さ
れ
た
題
目
観
の
み
を
考
え
て
、
そ
こ
に

至
る
ま
で
の
過
程
を
軽
視
す
る
と
し
た
ら
、
信
行
上
か
ら
も
、
布
教
上
か
ら
も
、

か
え
っ
て
そ
の
題
目
観
を
真
に
解
す
る
こ
と
は
不
可
能

と
な
ろ
う
。
何
に
事
に
よ
ら
ず
結
論
を
理
解
す
る
為
に
は
、
そ
こ
に
至
る
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
を
知
ら
な
く
て
は
、
結
論
の
真
の
理
解
は
得

ら
れ
な
い
の
と
同
様
で
あ
る
。

末
法
の
世
に
「
仏
使
」
と
し
て
、
題
目
を
弘
め
る
べ
き
使
命
を
持
っ
て
出
世
し
た
日
蓮
聖
人
の
門
下
が
、

「
題
目
を
弘
め
る
べ
き
使
命

」
を
持
っ
た
法
師
（
僧
〉
と
し
て
生
き
て
行
く
に
は
、
但
信
無
解
の
在
俗
と
同
一
の
立
場
で
、
結
論
だ
け
し
か
取
り
あ
げ
な
い
と
い
っ
た

態
度
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

法
華
経
所
説
の
「
法
師
」
は
、
衆
生
の
教
化
が
使
命
で
あ
る
こ
と
は
、
既
に
論
究
し
た
通
り
で
あ
る
が
、
〉
聖
人
の
唱
題
観
に
つ
い
て
、



こ
れ
よ
り
完
成
に
至
る
ま
で
の
初
期
の
過
程
の
一
端
を
考
察
し
て
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

一一、

そ
こ
で
、
聖
人
初
期
の
題
目
観
か
ら
逐
次
道
を
辿
る
と
し
た
ら
、
先
ず
『
唱
法
華
題
目
紗
』
と
、

『
法
華
題
目
紗
』
の
二
紗
を
あ
げ
な

経
典
で
あ
り
、

く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
以
前
に
も
『
一
生
成
仏
紗
』
や
『
守
護
国
家
論
』
等
に
妙
法
華
経
の
最
勝
た
る
こ
と
、
真
実
関
顕
の

妙
法
を
唱
え
る
こ
と
に
よ
り
「
一
生
成
仏
更
に
疑
あ
る
べ
か
ら
ず
日
と
い
っ
た
表
記
は
あ
る
も
の
の
本
格
的
な
唱
題
観

は
、
文
応
元
年
五
月
二
十
八
日
に
鎌
倉
の
名
越
で
述
作
さ
れ
た
『
唱
法
華
題
目
紗
』
を
も
っ
て
最
初
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

古
来
真
蹟
現
存
の
御
番
と
同
様
に
み
ら
れ
て
お
り
、

『
南
条
兵
衛
七
郎
殿
御
書
』
の
真
蹟
第
二
紙
・
第
三
紙
の
行
聞
に
、
日
興
の
筆
に
よ
る
本
鈴
の
抄
写
が
見
ら
れ
る
の
で
、
当
時
は
真
践
が

存
在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
o

述
作
は
「
文
応
元
年
献
崎
一
五
月
二
十
八
日

こ
の
御
書
は
現
在
、

『
唱
題
紗
』

と
も
称
さ
れ
真
績
は
伝
わ
っ
て
い
な
い
が
、

( 3 ) 

於
鎌
倉
名
越
書
畢
」
と
末
文
に
あ
る
の
で
、

『
立
正
安
国

論
』
と
ほ
ぼ
時
を
同
じ
く
し
て
の
述
作
と
い
え
る
。

こ
の
御
書
で
は
念
仏
の
信
者
と
の
問
答
形
式
十
五
番
を
重
ね
、
法
華
経
の
題
目
を
唱
え
る
こ
と
の
功
徳
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
第
一

聞
で
は
、

「
世
間
之
道
俗
さ
せ
る
法
華
経
の
文
義
を
弁
へ
ず
と
も
、

一
部
・
一
巻
・
四
要
品
・
自
我
偏
・
一
句
等
を
受
持
し
、
或
は
自
も
よ
み
か

き
、
若
は
人
を
し
て
も
よ
み
か
か
せ
、
或
は
我
と
よ
み
か
か
ざ
れ
ど
も
（
乃
至
〉
終
に
法
華
経
を
得
心
る
も
の
と
成
て
、
十
方
浄
土
に

テ

骨

品

も
往
生
し
、
又
於
＝
此
土
－
即
身
ぽ
仏
す
る
事
有
ベ
き
勺
」

と
質
問
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
「
か
り
そ
め
に
も
法
華
経
を
信
じ
て
柳
も
誘
を
生
ぜ
ざ
ら
ん
人
は
、
余
の
悪
に
ひ
か
れ
て
悪
道
に
堕
ベ
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し
と
お
ぼ
え
ず
。
」
と
答
え
、
大
通
智
勝
仏
の
十
六
王
子
の
例
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
ま
だ
「
法
華
経
の
文
義
」
と
い
う
と
ら
え
方

で、

一
部
一
巻
一
句
の
書
写
や
読
諦
、
と
他
人
に
も
そ
れ
を
勧
め
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
て
、
ま
だ
「
唱
題
」
に
関
し
て
は
述
べ
ら
れ
て

い
な
い
。
専
ら
「
法
華
経
に
信
を
と
り
候
ベ
き
」
こ
と
を
強
調
し
て
問
答
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
難
解
な
法
華
よ
り
、
易
行
の
念
仏

の
方
が
勝
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
聖
道
・
浄
土
の
二
門
に
つ
い
て
、

「
念
仏
の
法
門
は
な
に
と
義
理
を
知
ら
ざ
れ
ど
も
、
弥
陀
名
号
を
奉
レ
唱
、

の
名
号
は
い
み
じ
く
こ
そ
聞
え
侍
れ
。
」

浄
土
に
往
生
す
る
由
を
申
は
、
遁
に
法
華
経
よ
り
も
弥
陀

と
信
行
の
難
易
度
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

①
退
大
取
小
の
者
と
い
っ
て
法
華
経
を
捨
て
て
権
教
に
移
っ
た
場
合
は
、
後
に
は
悪
道
に
堕
ち
る
。

①
法
華
経
を
誹
誘
し
て
こ
れ
を
捨
て
た
者
は
、
た
と
え
義
理
を
知
る
よ
う
な
者
で
あ
っ
て
も
誘
法
の
人
で
あ
る
。

①
末
代
の
我
等
が
法
華
経
の
一
偏
一
旬
を
聞
い
て
随
喜
の
念
を
持
っ
た
な
ら
ば
、
ま
さ
し
く
五
十
展
転
・
一
念
随
喜
の
者
に
相
当
す
る
。

①
若
し
も
誘
法
の
者
と
な
れ
ば
、
い
か
に
念
仏
を
申
す
と
も
往
生
は
不
定
の
も
の
と
な
る
、
と
し
て
い
る
。

( 4 ) 

聖
人
に
よ
れ
ば
、
法
華
経
を
疎
略
に
心
得
え
る
者
を
語
法
と
し
、

「
誘
法
と
申
す
は
違
背
の
義
也
。
」
と
解
し
て
、
仏
に
違
背
し
た
者
が

加
何
に
念
仏
を
唱
え
て
み
て
も
、
成
仏
得
道
は
あ
り
え
な
い
と
の
考
え
を
主
張
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、

テ
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「
問
云
、
只
題
目
計
を
唱
る
功
徳
如
何
。
答
云
、
釈
迦
如
来
、
法
華
経
を
と
か
ん
と
お
ぼ
し
め
し
て
世
に
出
で
ま
し
ま
し
し
か
ど
も
、

四
十
余
年
の
程
は
法
華
経
の
御
名
を
秘
し
お
ぼ
し
め
し
て
、
御
年
三
十
の
比
よ
り
七
十
余
に
至
ま
で
法
華
経
の
方
便
を
ま
う
け
、
七
十

二
に
し
て
始
て
題
目
を
呼
出
さ
せ
給
へ
ば
、
諸
経
の
題
目
に
是
を
比
ぷ
べ
か
ら
ず
。
其
上
、
法
華
経
の
肝
心
た
る
方
便
・
寿
畳
の
一
念

三
千
・
久
遠
突
成
の
法
門
は
妙
法
の
二
字
に
お
さ
ま
れ
り
。
」



と
述
べ
て
こ
れ
よ
り
法
華
経
の
題
目
と
諸
経
の
題
目
と
の
相
異
を
明
確
に
し
て
い
る
。
即
ち
、

①
仏
は
成
道
以
来
七
十
余
歳
に
至
る
ま
で
、
諸
経
を
説
か
れ
た
が
、
法
華
経
の
題
目
は
秘
し
て
未
顕
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
教
・
機
・
時
共

に
い
ま
だ
そ
の
段
階
に
至
ら
な
か
っ
た
為
で
あ
っ
た
。

①
仏
が
七
十
二
歳
に
至
っ
て
始
め
て
法
華
経
の
題
目
を
顕
し
、
真
実
を
示
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

①
従
っ
て
諸
経
の
題
目
と
法
華
経
の
題
目
と
は
、
捜
本
的
に
比
較
に
は
な
ら
な
い
程
、
法
華
経
の
題
目
の
方
が
優
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

①
其
の
上
更
に
、

一
切
衆
生
の
皆
成
仏
道
の
法
門
た
る
方
便
品
と
寿
量
品
の
肝
心
で
あ
る
ご
念
三
千
」
と
「
久
遠
実
成
」
の
二
大
法
門

は

「
妙
法
」
の
題
目
の
二
字
の
み
に
お
さ
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
諸
経
の
題
目
と
は
全
く
違
っ
た
内
容
を
持
っ
た
題
目
で
あ

る
と
す
る
の
で
あ
る
。

此
の
点
に
つ
い
て
は
天
台
が
『
法
華
玄
義
』
の
中
で
題
目
五
字
の
説
明
を
し
て
い
る
の
で
周
知
の
如
く
で
あ
る
が
、
第
一
巻
で
五
字
の
大

( s ) 

意
を
述
べ
、
第
二
巻
か
ら
七
巻
ま
で
に
渡
り
、
広
く
「
妙
」
の
一
字
に
つ
い
て
諮
り
、
八
巻
九
巻
で
は
「
法
華
経
」
の
三
字
に
つ
い
て
解

釈
し
、
十
巻
で
は
「
経
」
の
一
字
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
。
特
に
「
妙
」
の
一
字
に
つ
い
て
は
最
も
重
要
視
し
、
巻
を
重
ね
て
あ
ら
ゆ
る

角
度
か
ら
「
妙
」
の
解
説
を
行
っ
て
い
る
。

本
来
、

「
妙
」
と
は
仏
の
倍
り
の
境
界
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

「
不
可
思
議
境
」
で
あ
り
、

「
絶
言
の
境
地
」
で
あ
っ
て
、

簡
単
に
文
字
や
言
葉
で
説
明
の
つ
く
も
の
で
は
な
い
が
、
敢
て
末
輩
の
為
に
解
説
を
試
み
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
不
立
文
字
」
の
境
を
文

字
で
表
す
こ
と
は
容
易
な
事
で
は
な
い
。
こ
の
意
味
か
ら
『
玄
義
』
が
、
敢
て
そ
の
難
事
を
な
し
と
げ
た
意
義
は
大
き
な
も
の
が
あ
る
と

い
え
る
。
天
台
に
し
て
よ
く
な
し
と
げ
た
行
蹟
と
称
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
尚
、

た
と
え
初
期
の
御
書
と
は
い
え
、

「
法
華
経
の
肝
心
た
る

方
便
・
寿
量
の
一
念
三
千
・
久
遠
突
成
の
法
門
は
妙
法
の
二
字
に
お
さ
ま
れ
り
。
」
と
い
う
説
は
、
後
の
閲
・
本
両
抄
は
も
と
よ
り
聖
人
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晩
年
の
教
学
に
も
主
流
を
な
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。

、

さ
て
、
本
紗
で
は
「
止
観
十
巻
の
心
は
一
念
三
千
・
百
界
千
如
・
三
千
世
間
・
心
仏
衆
生
三
無
差
別
と
立
紘
一
（
？
と
『
止
観
』
に
及
び
、

妙
法
の
．
地
目
と
他
の
経
典
の
題
目
と
の
相
違
を
一
一
層
明
白
に
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

①
一
切
の
諸
仏
・
菩
薩
・
十
界
の
因
果
・
十
方
の
草
木
瓦
磯
等
は
妙
法
の
二
字
に
あ
ら
ず
と
云
う
事
は
な
い
と
し
て
、
法
界
の
す
べ
て
は

妙
法
で
あ
る
と
し
、
諸
経
の
題
目
の
如
く
単
に
一
経
の
題
名
と
し
て
の
意
議
し
か
持
た
ぬ
も
の
と
は
根
本
的
に
呉
っ
て
い
る
こ
と
を
示

し
て
い
る
。

( 6 ) 

①
ま
た
輩
・
厳
・
阿
含
等
の
四
十
余
年
間
の
諸
経
に
は
実
大
乗
の
功
徳
は
収
ま
っ
て
い
な
い
と
し
、
小
乗
は
勿
論
、
権
大
乗
の
経
々
の
題
目

に
は
実
大
乗
の
功
徳
は
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

①
大
乗
の
中
で
も
「
往
生
」

を
説
く
経
の
題
目
に
は
、

他
土
へ
の
往
生
を
説
く
の
み
で
あ
っ
て
、

即
身
成
仏
の
功
徳
は
含
ま
れ
て
い
な

し、。
①
例
え
て
み
る
と
諸
大
乗
経
の
題
目
は
、
小
乗
経
の
題
目
に
比
較
し
て
王
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

「
王
中
の
王
」
で
は
な
い
。

こ
う
し
て
諸
経
の
題
目
と
、
法
華
経
の
題
目
と
の
相
違
を
あ
げ
、
そ
の
勝
劣
を
判
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
来
、

。

。

「
題
名
」
で
あ
り
「
名
目
」
の
こ
と
で
あ
る
。
故
に
「
題
目
」
と
い
う
が
こ
こ
で
明
ら
か
な
如
く
、
法
華
経
の
題
目
は
単
な
る
一
経
典
名

「
題
目
」
と
は
経
典
の

の
み
の
意
味
で
は
な
く
、

「
妙
法
蓮
華
経
」
の
中
に
は
上
述
の
如
き
諸
の
功
徳
が
含
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
此

の
点
に
つ
い
て
は
、
他
の
御
書
の
中
で
も
、
し
ば
し
ば
述
べ
ら
れ
て
い
る
。



更
に
本
紗
で
は
、
諸
経
の
題
目
を
説
い
た
仏
に
つ
い
て
も
、
仏
は
皆
平
等
で
あ
る
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
他
仏
も
自
仏
も
、
み
な
同
じ

よ
う
に
仏
も
又
一
仏
毎
に
異
り
、

で
あ
る
と
言
い
、
或
い
は
法
身
平
等
の
理
を
立
て
、
ど
の
仏
も
皆
同
じ
で
あ
る
と
い
う
立
場
を
一
般
に
と
っ
て
い
る
が
、
実
は
経
が
違
う

ご
仏
に
一
切
仏
の
功
徳
を
お
さ
め
ず
。
」
と
し
諸
経
で
は
一
仏
一
経
毎
の
存
在
で
あ
る
と
し
て
い

る
。
そ
れ
に
対
し
て
、

「
今
法
華
経
は
四
十
余
年
の
諸
経
を
一
経
に
収
め
て
、
十
方
世
界
の
三
身
円
満
の
諸
仏
を
あ
つ
め
て
、
釈
迦
一
仏
の
分
身
の
諸
仏
と
談

ず
る
故
に
、

一
仏
一
切
仏
に
し
て
妙
法
の
二
字
に
諸
仏
皆
収
れ
り
。
故
に
妙
法
蓮
華
経
の
五
字
を
唱
る
功
徳
莫
大
也
。
諸
仏
諸
経
の
題

目
は
法
華
経
の
所
開
也
妙
法
は
能
関
也
、
と
し
り
て
法
華
経
の
題
目
を
唱
ペ
し
。
」

と
述
べ
て
、
法
華
経
の
題
目
の
功
徳
が
、
諸
経
典
の
題
目
よ
り
も
所
説
の
仏
・
能
説
の
法
共
に
遥
か
に
優
れ
て
い
る
こ
と
を
明
確
に
し
て

い
る
。
即
ち
法
華
経
の
題
目
の
中
の
「
妙
法
」
の
二
字
に
、

一
切
の
法
と
仏
と
の
功
徳
を
収
め
て
い
る
こ
と
を
あ
げ
、
優
劣
の
歴
然
た
る

( 7 ) 

こ
と
を
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

＼
諸
経
｜
所
開

l
一
仏
非
一
切
仏

l
一
経
題
名

l
王

E
目
ハ
／
法
華
経
｜
能
閲
｜
一
仏
即
一
切
仏
｜
含
蔵
一
切
功
徳

i
玉
中
の
王

本
紗
は
佐
前
も
極
め
て
初
期
の
述
作
で
あ
る
た
め
、
と
も
す
る
と
佐
後
の
諸
御
寄
と
は
、
全
く
異
っ
た
所
説
の
如
く
に
考
え
ら
れ
、
軽

視
さ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、

た
と
え
佐
前
の
初
期
で
あ
っ
て
も
、

聖
人
の
法
華
経
を
所
依
と
す
る
信
仰
の
基
本
は
、
確
乎
た
る
も
の
が
あ

り
、
唱
題
を
唯
一
の
所
行
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
は
変
り
は
な
い
。
例
え
ば
法
華
経
を
信
行
す
る
者
の
あ
り
方
を
問
う
た
の
に
対
し
、

「
常
の
所
行
は
題
目
を
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
唱
ベ
し
。
た
へ
た
ら
ん
人
は
一
偏
一
句
を
も
可
レ
奉
ν読
。
」

と
明
確
に
唱
題
を
「
常
の
所
行
」
と
し
て
決
定
し
て
い
る
。
こ
れ
は
佐
前
・
佐
後
を
一
貫
し
た
聖
人
の
信
行
上
に
お
け
る
態
度
で
あ
り
、

回
避
聖
人
初
期
の
唱
題
観
〈
上
回
〉
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些
一
の
相
異
も
な
い
点
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
紗
は
入
信
間
も
な
い
対
告
衆
へ
の
著
作
で
あ
る
の
で
、
説
示
の
上
に
も
、
相
当
の
配
慮
が
な

さ
れ
て
い
る
こ
と
も
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、

「
愚
者
多
き
世
と
な
れ
ば
一
念
三
千
の
観
を
先
と
せ
ず
。
其
志
あ
ら
ん
人
は
必
ず
習
学
し
て
可
ν観
ν之」

と
あ
る
如
く
、
末
法
の
世
は
専
ら
唱
地
す
べ
き
で
あ
り
、
更
に
そ
の
上
「
其
志
あ
ら
ん
人
は
必
ず
習
学
し
て
」

一
念
三
千
を
観
ず
べ
き
で

あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
一
見
た
し
か
に
、
佐
後
の
唱
題
観
と
は
差
が
あ
る
如
く
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
い
う
「
習
学
」
と
は
、

一
切
衆
生
の
「
習
学
す
べ
き
物
三
あ
針
叱
」
と
い
わ
れ
て
い
る
「
習
学
」
と
同
様
の
意
味
で
あ
ろ
う
。
愚
者
は

『
関
目
抄
』
の
最
初
に
、

唱
題
だ
が
、
智
者
は
唱
題
よ
り
も
一
念
三
千
を
観
ぜ
よ
と
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
唱
題
で
あ
る
が
、
そ
の
上
更
に
分
に
応

じ
て
の
「
習
学
」
な
の
で
あ
る
。
愚
者
と
智
者
に
分
け
て
、

「
常
の
所
行
」
を
説
い
て
い
る
か
の
知
く
で
あ
る
が
、

「
其
志
あ
ら
ん
人
」

と
は
分
に
応
じ
て
所
行
を
進
め
る
人
の
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
助
行
と
し
て
示
さ
れ
た
も
の
と
い
え
る
。

『
関
目
紗
』
で
も
習
学
す
べ
き

( 8 ) 

儒
・
外
・
内
の
三
は
、

一
切
衆
生
の
分
に
応
じ
て
の
習
学
で
あ
る
。

即
ち
、
あ
く
ま
で
信
行
の
基
本
・
正
行
は
、

「
題
目
の
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
唱
ベ
し
。
」
で
あ
り
、
機
に
従
っ
て
読
・
諦
・
解
説
・
書

写
等
の
助
行
を
用
い
、
自
行
・
化
他
に
亘
る
信
心
を
増
益
せ
し
め
る
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
る
。
身
延
で
の
代
表
著
作
た
る
『
撰
時
抄
』
に

は
冒
頭
に
、

「
夫
ぽ
法
を
学
せ
ん
法
は
必
ず
先
づ
時
を
な
ら
う
べ
し
ov

」

と
あ
る
。
仏
法
を
「
学
ぶ
」
に
は
必
ず
時
を

「
な
ら
う
」

こ
と
が
大
事
で
あ
る
と
し
、

即
ち
習
学
す
べ
き
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
の
「
習
学
」
も
や
は
り
機
に
従
つ
て
の
習
学
で
あ
る
。
『
唱
法
華
題
目
紗
』
に
し
て
も
、
『
関
目
抄
』
や
『
撰
時
抄
』
に
し
て
も
、

共
に
一
櫨
信
徒
個
人
に
宛
た
消
息
文
で
は
な
い
。
著
作
で
あ
り
広
く
門
下
の
僧
俗
に
与
え
ら
れ
た
も
の
と
い
え
る
。
従
っ
て
「
機
」
に
よ



り
唱
題
正
行
の
他
に
、
適
宜
読
・
諦
等
の
助
行
を
修
す
べ
き
こ
と
が
示
さ
れ
、
特
に
二
陣
三
陣
と
聖
人
の
後
を
継
承
す
る
行
者
に
と
っ
て

tま

「
仏
法
を
学
び
」

「
時
を
な
ら
う
」
こ
と
も
「
必
ず
」
実
践
す
べ
き
こ
と
で
あ
り
、
時
に
分
に
応
じ
て
は
ご
念
三
千
の
観
」
も
唱

題
を
通
し
て
、
正
観
成
就
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
い
え
る
。
更
に
『
下
山
御
消
息
』
に
よ
る
と
、

々
の
大
小
・
権
実
・
顕
密
を
木
へ
き
上
、
よ
く
よ
く
時
を
知
り
、
機
を
低
て
出
町
ベ
き
事
物

v

」
と
あ
り
、
機
に
依
っ
て
弘
通
を
弁
え
な
く

「
仏
法
を
修
行
す
る
法
は
必
ず
経

て
は
、

「
身
心
を
苦
し
め
て
修
行
す
れ
ど
も
験
な
き
事
な
り
。
」
と
も
い
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
機
根
に
よ
っ
て
、
分
に
応
じ
た

修
行
や
弘
通
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
如
何
な
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
唱
題
の
正
行
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
言
を
ま
た
な
い
の
で
あ
る
。
正
行
を
修
し
た
上
で

更
に
「
志
あ
ら
ん
人
」
は
即
ち
分
に
応
じ
て
の
助
行
を
修
す
べ
き
で
あ
る
。

『
報
思
抄
』
で
、

「
日
本
乃
至
漢
土
月
支
一
間
浮
提
に
人
ご
と
に
有
智
無
智
を
き
ら
は
ず
、

一
向
に
他
事
を
す
て
て
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
唱
ベ
し
。
」

( 9 ) 

と
有
智
無
智
を
え
ら
ば
ず
一
向
に
唱
題
を
勧
奨
さ
れ
て
い
る
の
は
、
あ
く
ま
で
正
行
の
唱
題
が
基
本
の
信
行
で
あ
る
こ
と
を
示
さ
れ
た
も

の
で
あ
っ
て
、

『
唱
題
紗
』
の
「
常
の
所
行
は
題
目
の
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
唱
ベ
し
。
」
と
い
わ
れ
て
い
る
の
と
大
き
な
差
が
あ
る
わ
け

で
は
な
い
。

従
来
、
と
も
す
る
と
佐
前
を
序
分
、
佐
後
を
正
宗
分
と
に
区
分
し
、
画
一
的
に
又
は
機
械
的
に
祖
書
を
二
分
し
て
、
佐
前
の
祖
書
は
序

分
で
あ
る
た
め
、
正
宗
分
に
は
及
ば
な
い
か
の
如
く
に
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
あ
ま
り
に
も
序
正
二
分
説
に
拘
っ
た
見
方
で
あ
る

と
い
え
る
。
勿
論
、
そ
う
し
た
説
に
該
当
す
る
祖
書
も
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
佐
前
な
る
が
故
に
、
す
べ
て
を
一
括
し
て
序
分
と
き
め
つ
け

る
扱
い
方
に
は
無
理
が
あ
る
。
佐
前
の
中
に
も
正
宗
分
あ
り
、
佐
後
の
中
に
も
序
分
と
同
様
の
記
述
が
あ
る
こ
と
を
認
め
る
と
き
、
機
械

的
な
分
類
は
、
聖
人
の
教
義
を
真
に
理
解
し
て
い
く
上
で
、
妨
げ
に
な
る
場
合
も
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

日
蓮
聖
人
初
期
の
唱
題
観
ハ
上
回
〉
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だ
け
を
と
っ
て
、

一
抄
の
中
で
も
、
例
え
ば
本
尊
に
関
す
る
説
示
で
は
、
未
だ
三
秘
を
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
正
宗
分
未
顕
の
部
分
も
あ
る
が
、
そ
の
点

一
抄
を
区
分
拠
理
す
る
こ
と
は
、
好
ま
し
い
こ
と
と
は
い
え
な
い
。
特
に
『
唱
題
紗
』
は
、
前
述
の
如
く
『
立
正
安
国

論
』
と
は
あ
い
前
後
し
て
著
作
さ
れ
た
「
姉
妹
篇
」
で
あ
る
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
「
常
の
所
行
は
唱
題
を
」
と
す
す
め
ら
れ

て
い
る
点
は
、
正
宗
分
中
の
祖
番
と
同
一
の
立
場
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
佐
後
の
祖
番
と
大
き
な
相
違
が
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
こ

の
点
に
関
し
て
は
、
身
延
入
山
後
の
聖
人
を
流
通
分
と
し
て
扱
う
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
れ
も
同
様
に
、
す
べ
て
身
延
時
代
の
祖
番
を
流
通

分
で
あ
る
と
し
、
正
宗
分
は
佐
渡
在
島
中
に
終
っ
て
い
る
か
の
如
く
に
考
え
る
の
も
、
こ
れ
叉
拘
っ
た
見
方
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
む

し
ろ
正
宗
分
の
帰
結
は
、
身
延
時
代
の
祖
書
の
中
に
あ
る
と
も
い
え
る
。

因
み
に
『
唱
題
紗
』
で
は
最
後
に
、
次
の
よ
う
な
注
目
す
べ
き
一
文
を
も
っ
て
、

「
唯
仏
の
遺
言
の
如
く
、
一
向
に
権
経
を
弘
め
て
実
経
を
つ
ゐ
に
不
レ
弘
人
師
は
、
権
経
に
宿
習
あ
り
て
実
経
に
不
ν
入
者
は
、
或
は
魔

に
た
ぽ
ら
か
さ
れ
て
通
を
現
ず
る
か
。
但
法
門
を
も
て
邪
正
を
た
だ
す
べ
し
。
利
根
と
通
力
と
に
は
よ
る
べ
か
ら
ず
。
」

一
一
捗
を
締
め
く
く
っ
て
い
る
。

( 10 ) 

と
あ
る
。
こ
れ
は
唐
土
の
人
師
の
中
に
通
力
を
現
し
て
人
々
に
徳
を
ほ
ど
こ
し
た
例
を
あ
げ
て
い
る
の
に
対
し
て
の
答
弁
で
あ
る
。
例
え

ぱ
善
無
畏
三
蔵
の
如
く
、
実
経
に
依
ら
ず
権
経
に
付
い
て
通
力
を
現
ず
る
の
は
、

「
魔
に
た
ぽ
ら
か
さ
れ
て
」
の
所
業
で
あ
る
と
し
、
利

根
や
通
力
に
迷
わ
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
あ
く
ま
で
法
門
の
正
邪
に
依
っ
て
選
択
を
誤
ら
な
い
よ
う
に
心
掛
け
る
こ
と
が
肝
心
で
あ
る
と
誠

て
い
る
。

こ
の
「
利
根
と
通
力
と
に
は
よ
る
べ
か
ら
ず
。
」
と
い
う
文
と
、

「
但
法
門
を
も
て
邪
正
を
た
だ
す
べ
し
。
」
の
文
は
、
唱
題
信
行
し

て
い
く
上
で
、
特
に
重
要
な
祖
文
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
現
今
の
門
下
は
こ
の
文
を
再
確
認
す
べ
き
で
あ
る
と
い
え
る
。



四

次
に
『
法
華
題
目
捗
』
で
あ
る
が
、
前
の
『
唱
題
妙
』
よ
り
六
年
後
の
文
永
一
一
一
年
正
月
六
日
に
清
澄
寺
で
著
作
さ
れ
た
も
の
で
、
聖
人

四
十
五
歳
の
時
に
筆
を
と
っ
て
い
る
。

「
根
本
大
師
門
人
日
蓮
撰
」
と
自
署
さ
れ
て
い
る
の
で
、
外
相
承
の
立
場
で
述
べ
ら
れ
た
こ
と
が

わ
か
る
が
、
法
華
経
の
題
目
に
つ
い
て
、
そ
の
意
義
と
功
徳
を
あ
げ
、
唱
題
を
勧
め
て
い
る
点
で
は
、
佐
後
の
祖
書
と
大
き
な
隔
た
り
が

あ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
、
前
の
『
唱
題
紗
』
の
時
と
同
様
で
あ
る
。
た
だ
「
根
本
大
師
門
人
日
蓮
」
と
い
う
署
名
に
拘
っ
て
、
あ
く

ま
で
天
台
沙
門
と
し
て
の
著
述
で
あ
る
と
し
、
唱
題
勧
奨
に
関
す
る
記
述
ま
で
、
軽
視
す
る
こ
と
は
行
渇
き
で
あ
ろ
う
。

即
ち
、
此
の
紗
は
最
初
に
大
意
を
述
べ
、
唱
題
の
功
徳
が
如
何
に
大
で
あ
る
か
を
明
示
し
て
い
る
。

テ
，

「
問
云
、
法
華
経
の
意
を
も
し
ら
ず
、
義
理
を
も
あ
ぢ
は
は
ず
し
て
、
只
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
計
五
字
七
宇
に
限
っ
て
一
日
に
一
遍
、

ヵ

一
月
乃
至
一
年
十
年
一
期
生
の
聞
に
只
一
遍
な
ん
ど
唱
て
も
、
軽
重
の
惑
に
引
れ
ず
し
て
四
悪
趣
に
お
も
む
か
ず
、
つ
い
に
不
退
の
位

テ

F

（

Mm）

に
い
た
る
ぺ
し
ゃ
。
答
云
、
し
か
る
べ
き
也
。
」
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こ
の
第
一
問
答
が
一
一
紗
の
趣
旨
を
如
実
に
表
し
て
い
る
と
い
え
る
。
た
っ
た
一
一
遍
の
唱
題
で
あ
っ
て
も
、
意
義
の
す
こ
ぶ
る
深
い
こ
と
が

わ
か
る
。
前
述
の
如
く
聖
人
の
宗
教
は
、
先
ず
「
唱
題
」
す
る
こ
と
か
ら
始
る
わ
け
で
あ
る
。

逆
説
す
る
と
、
如
何
に
「
智
解
」
が
秀
れ
て
い
て
も
、

「
通
力
」
が
巧
み
で
あ
っ
て
も
、
唱
題
を
実
行
し
な
い
者
は
、
悪
趣
を
離
れ
る

こ
と
も
、
不
退
の
位
に
至
る
こ
と
も
不
可
能
な
の
で
あ
る
。
聖
人
に
と
っ
て
、

「
題
目
を
唱
え
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
直
に
法
華
経
を
「

信
ず
る
こ
と
」
に
結
び
付
く
の
で
あ
っ
て
、

仏
の
眼
目
な
り
。
」
で
あ
る
か
ら
、

「
唱
即
信
」
を
意
味
し
て
い
る
と
い
え
る
。

「
法
華
経
の
題
目
は
八
万
聖
教
の
肝
心
一
切
諸

「
唱
題
す
る
こ
と
」
の
一
行
の
中
に
、
八
万
聖
教
を
唱
え
、

一
切
の
諸
仏
の
功
徳
を
集
中
す
る
こ
と

回
避
聖
人
初
期
の
唱
題
観
（
上
回
〉



日
蓮
聖
人
初
期
の
唱
題
観
ハ
上
回
）

に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
唱
題
信
行
」
の
功
徳
で
あ
る
が
、

テ

’

aw
ヨ
ト
，

「
正
直
捨
方
便
の
法
華
経
に
は
以
ν信
得
ν
入
と
云
、
箆
林
最
後
の
浬
撲
経
に
は
是
菩
提
困
難
＝
復
無
量
－
一
若
説
＝
信
心
－
則
己
摂
尽
等

云
云
。
夫
仏
道
に
入
る
根
本
は
信
を
も
て
本
と
す
。
五
十
二
位
の
中
に
は
十
信
を
本
と
す
。
十
信
の
位
に
は
信
心
初
也
。
た
と
ひ
さ
と

り
な
け
れ
ど
も
信
心
あ
ら
ん
者
は
鈍
根
も
正
見
の
者
也
。
た
と
ひ
さ
と
り
あ
れ
ど
も
信
心
な
き
者
は
誹
諮
問
提
の
者
也
。
」

と
あ
る
如
く
、
愛
で
は
専
ら
「
信
」
の
重
要
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
信
心
な
く
し
て
は
、
仏
道
に
入
る
こ
と
は
で

き
な
い
の
だ
が
、
こ
こ
で
言
う
「
信
」
又
は
「
信
心
」
と
は
、
題
目
を
唱
え
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
故
に
「
さ
れ
ば
さ
せ
る

解
な
く
と
も
、
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
唱
る
な
ら
ば
悪
道
を
ま
ぬ
か
る
べ
し
。
」
と
あ
り
、
題
目
を
日
輪
と
雷
に
例
え
、
我
等
を
蓮
華
と
芭

「
か
く
を
も
ひ
て
常
に
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
唱
さ
せ
給
ベ
し
。
」
と
唱
題
を
勧
め
て
い
る
。
即
ち
「
唱
題
即
信
心
」
で
あ

蕉
に
例
え
て
、

り

「
信
心
即
唱
越
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、

「
以
信
得
入
」
は
ま
た
「
唱
題
を
以
て
入
る
こ
と
を
得
る
」
と
同
様
の
意
味

( 12 ) 

を
持
つ
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

従
っ
て
、
聖
人
に
と
っ
て
は
「
仏
道
に
入
る
根
本
は
唱
題
を
も
っ
て
本
と
す
る
」
の
で
あ
り
、

た
と
え
さ
と
り
は
な
く
と
も
唱
題
の
者

は
鈍
根
も
正
見
の
者
で
あ
る
。
逆
く
に
智
解
は
あ
っ
て
も
唱
題
な
き
者
は
誹
諮
問
提
の
者
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

「
か
く
を
も

ひ
て
常
に
唱
題
せ
よ
」
と
は
、
唱
題
す
る
こ
と
が
信
心
で
あ
っ
て
、
そ
の
信
心
は
仏
道
に
入
る
根
本
で
あ
る
と
思
い
、
常
に
唱
題
を
怠
ら

ぬ
よ
う
に
せ
よ
と
い
う
意
趣
で
あ
る
と
受
け
と
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
「
唱
題
」
の
「
唱
」
の
意
味
を
、
更
に
掘
り
下
げ
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
先
ず
一
般
的
な
解
釈
か
ら
す
る
と
、

「唱」

と
は
、「

①
と
な
へ
る
。
＠
い
ひ
は
じ
め
る
。
歌
ひ
は
じ
め
る
。
先
ん
じ
て
行
ふ
。
導
く
。
＠
う
た
ふ
。
の
よ
ば
は
る
。
よ
ぶ
。
①
う
た
。
詩



詞
。
歌
曲
。
①
或
は
鰯
・
詔
・
僧
・
昌
に
作
る
。
」

と
い
う
意
味
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
中
で
は
「
と
な
へ
る
」
が
最
も
よ
く
知
ら
れ
て
を
り
、

続
い
て

「
う
た
ふ
」

で
あ
ろ
う
。

「
口
」
に
「
昌
」
が
加
わ
っ
て
で
き
た
こ
と
か
ら
考
え
て
も
、

口
を
開
け
て
音
声
を
発
し
、

「
と
な
え
・
う
た
う
」
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま

り
「
口
唱
」
で
あ
る
が
、
こ
の
音
声
を
発
す
る
こ
と
に
、
実
は
大
き
な
意
義
が
あ
る
の
で
あ
る
。

「
よ
ば
は
る
・
よ
ぶ
」
と
い
う
意
味
が

あ
る
如
く
、
相
手
に
声
を
出
し
て
「
呼
、

・
呼
び
か
け
る
」
こ
と
で
あ
る
。

一
般
的
な
例
か
ら
考
え
て
も
、
人
と
人
が
往
き
会
っ
た
時
、
先
ず
声
を
か
け
て
相
手
を
呼
び
と
め
、
互
い
に
窓
志
の
通
じ
合
い
が
、
そ

こ
か
ら
始
る
わ
け
で
あ
る
。
相
手
の
名
を
よ
び
合
う
こ
と
、
こ
れ
が
第
一
歩
で
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
、
宗
教
の
世
界
で
も
人
が
神
仏
或
い

は
そ
の
教
法
に
対
し
て
呼
び
か
け
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
と
い
え
る
。
千
里
の
道
も
一
歩
か
ら
始
る
如
く
、
宗
教
の
道
も
こ
の
呼
び
か
け
の

第
一
歩
か
ら
出
発
す
る
の
で
あ
っ
て
、

呼
び
か
け
の
一
歩
な
く
し
て
は
、

二
歩
も
三
歩
も
、

ま
し
て
や
千
里
の
目
的
に
到
達
は
で
き
な
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し、。
し
た
が
っ
て
、

こ
の
第
一
歩
の
肝
心
で
あ
る
呼
び
か
け
る
こ
と
、

即
ち
唱
題
が
第
一
に
不
可
欠
の
意
義
を
持
つ
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ

ぅ
。
故
に
如
何
な
る
宗
教
で
あ
っ
て
も
、
神
仏
や
法
に
対
す
る
呼
び
か
け
を
一
切
し
な
い
と
い
う
宗
教
は
な
い
。
む
し
ろ
宗
教
は
す
べ
て

こ
の
呼
び
か
け
の
行
為
か
ら
始
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

一
般
世
間
で
も
、
先
ず
人
と
人
と
の
関
係
は
挨
拶
か
ら
始
る
の
と

同
様
に
、

戸
を
出
し
て
信
仰
す
る
対
象
に
呼
び
か
け
る
こ
と
が
大
切
で
あ
り
、

そ
こ
か
ら
す
べ
て
の
信
仰
生
活
が
始
っ
て
行
く
の
で
あ

「
口
に
唱
え
る
こ
と
」
を
厳
し
く
教
え
ら
れ
て
い
る
の
も
そ
の
為
で
あ
る
と
い
え
る
。
「
故
に
一
度
妙
法
蓮
華
経
と
唱
れ

一
切
衆
生
の
心
中
の
仏
性
を
、
唯
一
音
に
喚
顕
し

一
切
の
菩
薩
、

一
切
の
声
閥
、

一
切
の
発
王
〈
乃
至
）

る。
聖
人
が

tま

一
切
の
法
、

奉
る
功
徳
無
量
無
辺
也
。
」
と
い
う
の
も
、

日
蓮
聖
人
初
期
の
唱
題
観
ハ
上
回
〉

「
よ
ぷ
」

「
よ
ば
わ
る
」
の
意
と
い
え
よ
う
。

一
切
の
仏
、



日
蓮
聖
人
初
期
の
唱
題
観
ハ
上
回
〉

神
力
品
で
は
仏
が
、
無
量
百
千
万
億
の
一
切
の
衆
の
前
に
於
て
、

「
出
広
長
舌
、
上
至
党
世
」
を
現
し
て
い
る
。
広
長
舌
を
出
す
と
は

世
尊
が
音
声
を
発
し
て
衆
生
に
呼
び
か
け
ら
れ
語
り
か
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
故
に
又
衆
生
は
、

「
彼
諸
衆
生
、
関
虚
空
中
、
声
己

合
掌
向
、
裟
婆
世
界
、
作
如
是
言
、
南
無
釈
迦
牟
尼
仏
、
南
無
釈
迦
牟
尼
仏
。
」
と
今
度
は
仏
に
向
っ
て
そ
の
名
を
唱
え
、
呼
び
か
け
て

礼
を
尽
し
帰
依
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
に
「
唱
」
に
は
「
い
ひ
は
じ
め
る
。
歌
ひ
は
じ
め
る
。
」
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
ま
だ
誰
れ
も
唱
え
て
い
な
い
の
に
、
自
分
が
ま
っ

先
に
唱
え
始
め
る
こ
と
で
、
こ
れ
に
は
時
に
勇
気
の
い
る
こ
と
で
あ
り
、
困
難
が
つ
き
ま
と
う
こ
と
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
何
に
事
に
よ
ら

ず
人
々
に
先
駆
け
て
提
唱
し
、
創
唱
し
始
唱
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
な
り
の
覚
悟
が
必
要
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

一
人
先
頭
を
切
っ
て
始
唱

す
る
と
、
必
ず
後
に
続
い
て
合
唱
し
斉
唱
す
る
者
が
出
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
故
に
最
初
の
唱
え
始
め
、

い
い
始
め
の
人
は
唱
導
者
と
し

て
尊
重
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

( 14 ) 

涌
出
品
で
は
周
知
の
如
く
、
本
化
の
大
菩
薩
が
涌
出
し
、
こ
の
「
始
唱
」
の
役
を
、
仏
滅
後
の
末
の
世
で
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い

る。
之 「
師G是
o~ 菩
」蕗

衆
中

有
四
導
師

一
名
上
行
、
二
名
無
辺
行
、
三
名
浄
行
、
四
名
安
立
行
、
是
四
菩
陸
、
於
其
衆
中
、
最
為
上
首
、
唱
導

つ
ま
り
上
行
等
の
四
大
菩
薩
は
、

「
最
為
上
首
」
で
あ
り
、

「
唱
導
之
師
」
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
「
唱
導
師
」
は
、
末
法
の
世
に
仏
に

代
っ
て
法
華
経
の
題
目
を
唱
え
始
め
、
正
法
た
る
こ
と
を
「
い
ひ
は
じ
め
る
」
の
で
あ
る
。
聖
人
を
「
末
法
唱
導
師
」
と
称
す
る
の
も
こ

こ
に
由
来
し
て
い
る
。



五

か
く
し
て
「
唱
」
に
は
も
う
一
つ
最
も
大
事
な
意
味
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
先
ん
じ
て
行
ふ
。
導
く
。
」
と
い
う
内
容
を
持
っ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
既
に
明
白
な
如
く
、
単
に
口
で
唱
え
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
始
め
て
唱
え
つ
つ
他
の
者
を
誘
い
導
く
意
味
を
持
つ

て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
上
更
に
「
先
ん
じ
て
行
ふ
」
こ
と
の
意
味
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
勿
論
、
他
に
先
駆
け
て
唱

え
実
践
し
て
行
く
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
前
述
の
如
く
、
決
意
が
必
要
で
あ
る
。
人
の
先
頭
に
立
っ
て
導
く
為
に
は
、
覚
倍
が
な
く

て
は
な
ら
な
い
。

聖
人
は
「
不
自
惜
身
命
」
の
決
意
で
あ
り
、

「
我
不
愛
身
命
」
の
覚
悟
で
、
唱
導
の
師
を
勤
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
聖
人
に
従
っ
て
唱

要
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

「
唱
え
導
く
師
」
が
法
華
経
で
い
う
「
法
師
」
で
あ
り
、
広
い
意
味
に
お
け
る
「
日
蓮
門
下
」
と
い
う
こ
と
に
な

( 15 ) 

題
を
実
践
し
、
又
そ
の
流
れ
を
波
ん
で
、
唱
題
を
弘
め
よ
う
と
す
る
者
、
即
ち
門
下
に
と
っ
て
は
、
聖
人
と
共
に
唱
題
す
る
心
構
え
が
必

る
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
を
要
す
る
に
、
唱
題
と
は
口
で
題
目
を
唱
え
る
と
同
時
に
、
率
先
し
て
行
い
、
導
く
こ
と
に
あ
る
と
い
え
る
。
自
他
共
に
唱
題
に

よ
っ
て
導
か
れ
て
行
く
こ
と
に
な
る
。

「
先
ん
じ
て
行
ふ
」
と
は
、
人
よ
り
先
に
唱
え
る
「
唱
導
」
の
意
味
も
あ
る
が
、

「
行
ふ
」
と
は

「
口
唱
」
か
ら
「
意
唱
」
へ
、
更
に
「
意
唱
」
か
ら
「
身
唱
」
へ
と
進
行
し
て
い
く
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
い
う
ま
で
も

な
く
「
こ
こ
ろ
」
で
唱
え
、

「
身
」
で
唱
え
る
と
は
「
行
ふ
」
こ
と
で
あ
り
、
実
践
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
身
・
口
・
意
の
三

業
に
唱
え
る
こ
と
が
「
受
持
」
で
あ
る
。
身
業
に
唱
え
る
と
は
「
色
読
」
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
聖
人
が
常
に
体
験
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ

る
。
聖
人
は
コ
心
欲
見
仏
、
不
自
惜
身
命
」
の
唱
題
を
貫
き
通
し
た
の
で
あ
っ
た
。
ま
さ
に
題
目
の
口
唱
か
ら
始
っ
て
、
意
唱
・
身
唱

日
蓮
聖
人
初
期
の
唱
題
観
ハ
上
回
〉
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へ
と
進
ま
れ
た
「
三
業
唱
題
」

で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
色
心
二
法
共
に
唱
題
す
る
こ
と
が
肝
心
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
を

「
先
ん
じ
て
行

ふ
。
導
く
。
」
と
い
う
「
唱
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
と
、
全
く
共
通
す
る
も
の
と
い
え
る
。

コ
閤
浮
提
の
内
に
仏
滅
後
二
千
二
百
二
十
五
年
が
問
、

も
を
し
ま
ず
唱
る
な
り
。
」

一
人
も
唱
え
ず
。
日
蓮
一
人
南
無
妙
法
蓮
華
経
・
南
無
妙
法
蓮
華
経
等
と
戸

と
い
う
場
合
の
唱
題
は
、
勿
論
口
唱
の
意
味
で
あ
る
が
、

「
始
唱
」
さ
れ
「
首
唱
」
さ
れ
て
、

「
唱
導
」
さ
れ
た
こ
と
を
同
時
に
意
味
す

る
も
の
で
あ
る
。

「
戸
も
を
し
ま
ず
」
と
は
「
高
唱
」
さ
れ
、

ご
同
に
」
に
「
唱
和
」
す
べ
き
こ
と
を
勧
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
法
華
題
目
紗
』
で
は
、

こ
の
唱
題
の
証
文
と
し
て
、

陀
羅
尼
口
聞
の
「
受
持
法
華
名
者
、

福
不
可
量
」
の
文
と
、

正
法
華
経
総
持
品
の

「
若
聞
此
経
宣
持
名
号
徳
不
可
量
」
及
び
添
品
法
華
経
の
陀
羅
尼
口
問
「
受
持
法
華
名
者
福
不
可
量
」
等
の
経
文
を
あ
げ
て
、
唱
題
の
福
徳

が
不
可
重
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
匂
そ
の
上
で
更
に
「
広
・
略
・
要
の
中
に
は
題
目
は
要
の
内
な
り
o
」
と
し
て
、

「
要
の
題
目
」

( 16 ) 

の
中
に
仏
法
一
切
の
功
徳
を
納
め
て
い
る
こ
と
を
「
響
ば
如
意
宝
珠
の
一
切
の
財
を
納
め
、
虚
空
の
万
象
を
含
め
る
が
如
し
。
」
と
論
じ

て
い
る
。

「
妙
楽
云

テ

ト

ル

ケ

但
名
レ
大
不
ν名
レ
妙
者

有
心
易
ν治
無
心
難
ν治

キ
ヲ

V

P

A

a

且

ト

難
レ
治
能
治
所
以
称
レ
妙
等
云
云
。
此
等
の
文
の
心
は
大
方
広
仏
華

厳
経
・
大
集
経
・
大
般
若
経
・
大
浬
鍵
経
等
は
題
自
に
大
の
字
の
み
あ
り
て
妙
の
字
な
し
。
但
生
者
を
治
し
て
死
せ
る
者
を
は
治
せ

ず
。
法
華
経
は
死
せ
る
者
を
も
治
す
。
故
に
妙
と
云
ふ
釈
也
。
さ
れ
ば
諸
経
に
し
て
は
仏
に
な
る
べ
き
者
も
仏
に
な
ら
ず
。
法
華
は
仏

に
な
り
が
た
き
者
す
ら
尚
仏
に
な
り
%
）
」

ま
た
諸
経
に
は
「
大
」
の
文
字
の
付
い
た
題
目
は
、
例
に
あ
げ
た
如
く
数
多
く
あ
る
が
、

い
ず
れ
も
「
妙
」
の
文
字
は
付
い
て
い
な
い
。

「
妙
」
の
文
字
が
付
い
て
い
る
の
は
妙
法
蓮
華
経
の
み
で
あ
る
と
し
、
難
治
を
能
く
治
す
る
が
故
に
「
妙
」
と
称
す
る
の
で
あ
っ
て
、
妙



法
の
題
目
の
功
徳
、
特
に
「
妙
」
の
徳
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。

か
く
し
て
「
能
化
所
化
倶
無
歴
劫
妙
法
経
力
即
身
成
仏
」
の
仏
果
を
得
る
為
の
唱
題
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
末
法
の
衆
生
は
法

華
経
を
信
じ
、
余
念
な
く
唱
題
の
一
行
を
修
す
べ
き
で
あ
り
、
能
所
倶
に
無
歴
劫
に
し
て
、
題
目
の
功
徳
に
よ
り
、
即
身
成
仏
を
得
る
と

す
る
の
で
あ
る
。
唱
題
と
い
う
最
も
や
り
や
す
い
行
の
中
に
、
最
も
到
達
し
が
た
い
仏
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
末
法

の
衆
生
に
と
っ
て
、
こ
れ
以
上
の
簡
素
化
さ
れ
た
行
は
他
に
な
い
こ
と
に
な
る
。

『
法
華
題
目
紗
』
は
上
述
の
如
く
、
天
台
沙
門
の
流
れ

を
継
承
し
た
型
を
と
っ
て
の
著
述
と
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
内
容
は
こ
う
し
て
唱
題
に
関
す
る
最
も
基
本
的
な
論
究
を
実
施
し
、
唱
題
の

重
要
性
を
始
め
と
し
て
、
そ
の
功
徳
や
意
義
を
探
究
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

此
の
基
本
的
な
論
究
に
も
と
づ
い
て
、

聖
人
は
こ
れ
以
後
、

諸
御
番
の
中
で
唱
題
成
仏
に
関
す
る
究
明
を
進
展
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

「
唱
題
」
に
関
す
る
所
信
と
態
度
が
、
基
本
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
我
等
は
先
ず
此
の
両
妙
か
ら
「
唱
題
と
は
何

( 11 ) 

る
。
即
ち
、
初
期
と
は
い
え
、
唱
題
に
関
す
る
最
も
重
要
な
『
唱
法
華
題
目
紗
』
と
『
法
華
題
目
紗
』
の
両
紗
か
ら
、
聖
人
の
本
格
的
な

か
」
の
根
本
を
習
っ
た
上
で
、
唱
題
信
行
を
出
発
さ
せ
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
と
い
え
る
。

最
後
に
唱
題
を
尊
重
す
る
こ
と
は
大
事
な
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
あ
ま
り
唱
題
の
形
式
に
こ
だ
わ
っ
て
、
威
儀
を
”
調
え
る
こ
と
の
み
に

走
り
過
ぎ
た
り
、
音
声
の
抑
揚
・
緩
急
等
を
厳
し
く
規
す
る
が
如
き
は
、
本
来
の
唱
題
か
ら
遠
い
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
末
法
の
衆

生
は
、
散
心
に
し
て
、
四
威
儀
に
固
執
せ
ず
、
行
住
坐
臥
を
選
ば
ず
、

「
自
然
に
」
唱
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、

一
念
随
喜
・
五
十
展
転

の
者
が
、
極
め
て
自
然
に
唱
え
る
こ
と
が
本
来
の
姿
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
自
然
に
唱
題
す
る
こ
と
に
よ
り
、
仏
果
も
ま
た

「
自
然
に
譲
・
お
さ
れ
、
「
自
然
に
意
に
当
丸
一
）
こ
と
と
な
ろ
う
。
こ
の
自
然
譲
与
や
自
然
当
意
が
、
即
ち
自
然
益
身
・
即
身
成
仏
へ
つ

な
が
っ
て
行
く
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

日
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の
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「
さ
せ
る
解
な
く
と
も
、
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
唱
る
な
ら
ば
悪
道
を
ま
ぬ
か
る
べ
し
。
」
と
い
う
場
合
の
「
さ
せ
る
解
」
と
は
、
勿
論

「
学
解
」
や
「
理
解
」
を
さ
し
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
更
に
は
む
ず
か
し
い
行
軌
を
必
要
と
し
な
い
こ
と
も
含
め
て
い
る
こ
と
は
、

「
只
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
計
り
」
と
言
い
「
只
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
題
目
計
り
唱
と
も
」
と
表
し
て
い
る
こ
と
で
首
肯
で
き
よ
う
。
こ
の

「
た
だ
」
と
い
う
の
は
、

唱
え
る
こ
と
の
他
は
一
切
、

む
ず
か
し
い
理
解
や
儀
式
を
要
し
な
い
こ
と
の
意
味
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
即

末
法
の
下
根
下
機
、
濁
世
の
衆
生
に
と
っ
て
は
、

「
だ
れ
に
で
も
」
ま
た
「
い
つ
で
も
」
そ
し
て
「
ど
こ
で
も
」
で
き
る
唱
題
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

。。
「
た
だ
ひ
た
す
ら
に
」
唱
題
が
肝
要
で
あ
っ
て
、
む
ず
か
し
い
威
儀
や
特
定
の
場
所

ちを
必
ず
し
も
要
し
な
い
の
で
あ
る
。

〈
乃
至
〉
即
是
道
場
」
で
あ
っ
て
、
極
め
て
自
然
な
態
度
、

「
若
於
圏
中
、
若
於
林
中
、
若
於
樹
下
、

若
於
僧
坊
、

若
白
衣
舎
、

若
在
殿
堂
、

若
山
谷
瞭
野
、

日
常
の
生
活
に
即
し
た
中
で
の
唱
題
で
あ
り
、

「
た
だ
」
唱
え
る
こ
と
自
体

唱
題
、
即
ち
何
万
遍
以
上
唱
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
か
い
う
数
量
や
、
或
い
は
威
儀
を
調
え
て
の
唱
題
は
、

一
向
に
差
し
っ
か
え
る
も
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に
上
述
の
如
き
大
き
な
意
義
が
あ
る
と
い
え
る
。
但
し
こ
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
考
察
の
如
く
「
機
に
応
じ
」
又
は
「
分
に
応
じ
て
」
の

の
で
は
な
い
が
、
基
本
は
数
量
や
形
式
に
こ
だ
わ
る
こ
と
な
く
、
各
自
の
分
に
応
じ
て
自
然
に
唱
え
て
い
く
こ
と
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。

科
学
万
能
・
経
済
至
上
が
叫
ば
れ
て
い
る
現
代
に
あ
っ
て
、
こ
れ
か
ら
の
地
球
・
人
類
を
真
に
救
う
も
の
は
、
宗
教
以
外
に
な
い
の
で

は
な
い
か
、
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
宗
教
の
中
で
も
仏
教
は
、

一
切
衆
生
の
成
仏
を
目
標
と
し
て
い
る
。
或
る
特
定
の
民
族
・
国
土

の
み
の
倖
せ
を
願
う
宗
教
と
異
り
、
す
べ
て
の
人
々
、
あ
ら
ゆ
る
国
土
の
平
安
を
願
目
と
し
て
い
る
。

し
か
も
法
華
経
は
諸
宗
教
・
諸
経
典
の
一
切
を
開
会
し
て
、
皆
仏
道
に
入
ら
し
む
る
道
を
広
く
説
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
法
華
経
の



題
目
は
、
排
他
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
「
開
会
」
で
あ
っ
て
、
仏
知
見
を
開
示
悟
入
せ
し
め
る
役
目
、
機
能
を
持
っ
て
い
る
。
今
こ
そ
地

球
上
の
全
人
類
が
、
対
立
・
排
他
で
は
な
く
、
互
い
に
法
華
経
の
題
目
に
含
蔵
さ
れ
て
い
る
開
会
の
法
門
に
よ
り
、
互
い
に
理
解
し
合
い

助
け
合
っ
て
、
地
球
を
護
持
し
、
破
壊
・
地
獄
へ
の
道
を
塞
ぐ
こ
と
に
協
力
し
合
う
べ
き
と
き
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
誘
法
・
闘
提
の
者

多
く
、
仏
道
に
縁
な
き
衆
生
の
溢
れ
て
い
る
現
今
、
こ
れ
ら
永
不
成
仏
の
徒
を
救
済
す
る
為
に
は
、
如
何
に
「
縁
な
き
衆
生
」
を
「
縁
あ

ら
し
め
る
か
」
に
あ
る
。
下
種
結
縁
の
題
目
を
唱
え
つ
つ
、
自
他
共
に
救
済
さ
れ
る
方
法
と
し
て
の
唱
題
は
、
こ
れ
か
ら
の
世
間
で
大
い

に
注
目
さ
れ
尊
重
さ
れ
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
地
球
上
で
絶
え
間
な
く
繰
り
返
え
さ
れ
て
い
る
紛
争
は
、
中
東
湾
岸
で
見
ら
れ
る

如
く
、
主
と
し
て
一
神
教
の
信
徒
ら
で
あ
る
。
彼
ら
は
異
宗
教
を
排
除
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
り
、
そ
の
為
に
は
如
何
な
る
殺
裁
を
実
施

し
て
も
か
え
り
み
な
い
と
い
う
主
義
で
あ
る
。
元
来
、
イ
ス
ラ
ム
教
・
ユ
ダ
ヤ
教
・
キ
リ
ス
ト
教
等
の
一
神
教
は
他
宗
教
と
の
共
存
に
は

仏
教
の
中
で
も
最
も
大
事
な
開
会
・
開
顕
の
法
門
を
持
っ
た
法
華
経
こ
そ
、
こ
れ
か
ら
の
世
界
を
救
う
宗
教
と
し
て
、
唯
一
の
も
の
と
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そ
ぐ
わ
ぬ
も
の
を
本
質
的
に
持
っ
て
い
る
。
ま
し
て
や
法
華
経
の
よ
う
な
「
開
会
」
の
思
想
は
見
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
。

い
え
よ
う
。
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
国
民
の
仏
知
見
を
聞
き
、
仏
道
に
悟
入
せ
し
め
る
題
目
の
一
大
合
唱
が
湧
き
起
る
時
、
真
の
平
和
と
裳
婆

即
寂
光
の
大
果
が
得
ら
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
そ
の
為
に
も
、
聖
人
初
期
の
唱
題
観
を
根
元
に
戻
っ
て
、
知
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
い

え
る
。
そ
こ
か
ら
真
の
唱
題
が
始
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
今
や
世
界
は
ソ
連
の
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
て
い
る
如
く
、
新
し

い
道
を
求
め
て
い
る
。
現
代
の
日
本
を
、
そ
し
て
世
界
を
救
い
導
く
為
の
宗
教
た
り
得
る
べ
く
、
唱
題
宗
の
存
在
意
義
は
極
め
て
大
き
い

も
の
が
あ
る
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
教
学
も
布
教
も
、
す
べ
て
愛
に
目
的
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

日
蓮
聖
人
初
期
の
唱
題
観
ハ
上
回
〉
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